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尾
崎
秀
実
に
お
け
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
概
念
の
革
新

（
（
（

鈴　

木　

規　

夫

（
愛
知
大
学
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
教
授
）

企
業
の
ネ
ッ
ト
が
星
を
被
い

電
子
や
光
が
駆
け
巡
っ
て
も
、

国
家
や
民
族
が
消
え
て
な
く
な
る
ほ
ど

情
報
化
さ
れ
て
い
な
い
近
未
来

―
―
『GHOST IN THE SHELL

 

攻
殻
機
動
隊
』（（995

）

　
　

は
じ
め
に

　

主
権
国
家
や
国
際
諸
組
織
が
入
り
乱
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
益
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
交
錯
さ
せ
な
が
ら
世
界
政
治
が
展
開
し
、「
国

家
や
民
族
が
消
え
て
な
く
な
る
ほ
ど
情
報
化
さ
れ
て
い
な
い
」
二
十
一
世
紀
の
現
在
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
概
念
の
精
緻
化
は
、
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わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
維
持
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
試
み
で
あ
る
。

　

一
〇
年
前
の
二
〇
〇
三
年
三
月
二
〇
日
に
開
始
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
よ
る
イ
ラ
ク
の
サ
ッ
ダ
ー
ム
・
フ
セ
イ

ン
政
権
へ
の
軍
事
介
入
は
、
イ
ラ
ク
政
府
の
大
量
破
壊
兵
器
保
有
が
そ
の
第
一
義
的
な
理
由
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、

周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
大
量
破
壊
兵
器
は
存
在
し
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
米
英
政
府
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
は
そ
の
「
存
在
し
な
い
事
実
」
を
当
時
か
ら
確
認
し
て
い
た

（
（
（

。

　

そ
の
一
〇
年
後

（
3
（

、
現
在
進
行
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
オ
バ
マ
政
権
に
よ
る
シ
リ
ア
の
ア
サ
ド
政
権
へ
の
軍
事
介
入
表
明
も
、
ア

サ
ド
政
権
の
化
学
兵
器
使
用
が
そ
の
第
一
義
的
な
理
由
と
さ
れ
て
い
る
が
、
欧
米
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
そ

れ
を
確
証
で
き
な
い
と
す
で
に
繰
り
返
し
表
明
し
て
い
る

（
（
（

。
二
〇
一
三
年
九
月
の
段
階
で
は
、
再
び
国
連
決
議
を
回
避
し
て
、
オ

バ
マ
政
権
は
米
議
会
承
認
を
取
り
つ
け
、
軍
事
介
入
を
強
行
す
る
姿
勢
を
崩
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
ロ
シ
ア
と
の
調
停

を
進
め
、
シ
リ
ア
情
勢
は
奇
妙
な
内
戦
状
況
を
継
続
さ
せ
て
い
る
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
現
在
）。

　

む
ろ
ん
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
も
た
ら
す
分
析
判
断
が
権
力
の
政
治
的
判
断
に
反
映
さ
れ
な
い
こ
う
し
た
事
態
は
、
現
実
政

治
に
お
い
て
人
間
集
団
の
政
策
決
定
過
程
が
常
に
合
理
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
し
ば
し
ば
あ
り
う
る
。

　

七
〇
数
年
前
で
も
、
満
鉄
調
査
部
の
「
支
那
抗
戦
力
調
査
」（
一
九
三
九
―
四
〇
年
、
具
島
兼
三
郎
・
伊
藤
武
雄
・
中
西
功
・

尾
崎
秀
実
ら
が
調
査
に
参
加
。「
総
篇
」「
政
治
篇
」「
戦
時
経
済
政
策
篇
」「
奥
地
経
済
篇
」「
外
援
篇
」
全
五
篇
）
は
、
日
中
戦

争
に
お
い
て
日
本
軍
が
蒋
介
石
政
権
に
対
し
圧
倒
的
勝
利
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
結
論
づ
け
て
い
た
が
、
結
果
は
周

知
の
如
く
で
あ
る
。

　

政
治
社
会
に
お
い
て
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
へ
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
が
形
成
さ
れ
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
る
。
ま
た
、
そ

れ
が
政
策
決
定
過
程
に
ど
の
よ
う
に
組
織
化
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
も
存
在
す
る
。
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
し
て
の
満
鉄
調
査



尾崎秀実におけるインテリジェンス概念の革新

37

部
が
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
諸
能
力
を
発
揮
で
き
た
と
し
て
も
、
政
府
組
織
内
に
そ
れ
を
有
効
化
す
る
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
な
け

れ
ば
、
現
実
的
な
意
味
を
も
た
な
い
。
も
っ
と
も
、
極
め
て
高
度
な
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
構
築
し
て
い
る
現

在
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
さ
え
、
政
権
の
政
策
決
定
の
質
が
、
七
〇
数
年
前
の
日
本
と
大
し
た
変
わ
ら
な
い
と
い
う
皮
肉
な
事
実

は
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
理
論
化
が
難
し
い
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ゾ
ル
ゲ
と
尾
崎
秀
実
の
グ
ル
ー
プ
が
行
っ
た
情
報
収
集
と
そ
の
分
析
結
果
報
告
が
、
実
際
そ
の
報
告
を
受
け
取

っ
た
政
治
権
力
の
政
策
決
定
過
程
で
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
の
か
を
検
証
す
る
歴
史
研
究
は
極
め
て
意
義
深
い

（
5
（

。
ま
た
言
う
ま

で
も
な
く
、
か
れ
ら
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
試
み
は
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
そ
う
し
た
歴
史
的
検
証
の
前
提
と
し
て
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
ゾ
ル
ゲ
＝
尾
崎
に
お
け
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
概

念
、
と
り
わ
け
尾
崎
秀
実
に
つ
い
て
の
そ
れ
が
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
研
究
理
論
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
う
る
の
か
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
つ
ま
り
、
一
九
四
〇
年
代
に
劇
的
に
そ
の
機
能
と
役
割
を
現
実
的
に
も
刷
新
す
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
概
念
へ
の

転
換
は
、す
で
に
ゾ
ル
ゲ
＝
尾
崎
に
お
け
る
「
情
勢
分
析
的
」
情
報
収
集
活
動
に
お
い
て
実
現
し
て
お
り
、そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
ス

パ
イ
活
動
」
や
「
間
諜
諜
報
活
動
」
と
は
明
確
に
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
と
も
な
う
政
治
文
化
の
差
異
は
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
が
、
チ
ェ
ル
マ
ー
ズ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
も
言
う
よ

う
に
、
尾
崎
秀
実
は
、「
一
人
の
共
産
主
義
者
と
し
て
見
れ
ば
、
日
本
と
い
う
国
や
彼
の
年
代
に
存
在
し
た
よ
う
な
典
型
的
な
共

産
主
義
者
で
あ
っ
た
と
単
純
に
は
い
え
な
い
」（Johnson（990:（98
）。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
う
尾
崎
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

概
念
の
性
格
を
「
日
本
的
」
と
呼
ぶ
に
は
無
理
が
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば

よ
い
の
か

（
6
（

。
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一　

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
概
念
の
転
換
と
そ
の
革
新

　

英
国
は
一
九
〇
九
年
一
〇
月
にSecret Intelligence Service

（
Ｓ
Ｉ
Ｓ
＝
通
称
Ｍ
Ｉ
6
）
を
発
足
さ
せ
て
い
る
が
、
ア
メ

リ
カ
に
お
い
て
国
家
的
な
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
取
り
組
み
が
垣
間
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
現
在
米
国
イ
ン
テ
リ
ジ

ェ
ン
ス
の
典
型
的
な
教
科
書
と
な
っ
て
い
る
ロ
ー
エ
ン
タ
ー
ル
の
『
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
』
に
よ
れ
ば
、
意
外
に
も
よ
う
や
く

一
九
四
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
一
九
四
〇
年
代
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
は
新
た
な
試
み
で
あ
っ
た
。
行
政
府
と
立
法
府
双
方
の
政
策
決
定
者
は
、
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
を
国
家
安
全
保
障
分
野
に
お
け
る
新
参
者
と
し
て
考
え
て
お
り
、
陸
軍
や
海
軍
に
お
い
て
さ
え
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

は
比
較
的
遅
れ
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
二
〇
世
紀
と
な
っ
て
相
当
の
期
間
を
経
過
し
て
か
ら
よ
う
や
く
確
立
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
は
政
府
内
に
伝
統
あ
る
確
立
さ
れ
た
支
持
後
援
者
を
持
た
な
か
っ
た
。
軍
や
Ｆ
Ｂ
Ｉ
も
と
も
に
、

情
報
源
を
共
有
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
、
さ
ら
に
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
は
確
固
と
し
た
伝
統
や
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
様
式
や
流

儀
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
冷
戦
と
い
う
尋
常
で
な
い
時
期
に
こ
れ
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。」（Low

enthal （0（（: （（-（3

）

　

皮
肉
な
こ
と
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
組
織
化
を
促
進
し
た
の
は
、
日
本
に
よ
る
「
真
珠
湾
攻
撃
」
で

あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
今
で
は
そ
れ
は
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
失
敗
の
古
典
的
事
例
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
信
号
を

見
落
と
し
、
重
要
な
情
報
が
各
省
と
各
機
関
の
間
で
共
有
さ
れ
ず
、
政
策
決
定
者
は
「
鏡
像
効
果
（
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
相
手
に
投

影
す
る
こ
と
）」m

irror im
aging 

に
よ
っ
て
東
京
に
お
け
る
現
実
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（cf. 

Low
enthal （0（（: （9

）。
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こ
の
「
真
珠
湾
攻
撃
見
落
と
し
の
失
敗
」
が
〈
九
・
一
一
〉
に
お
い
て
同
じ
よ
う
に
起
き
た
と
い
う
議
論
も
あ
る
（W

irtz 

（00（
）。
た
だ
、「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
成
功
か
失
敗
か
」
そ
れ
自
体
は
と
も
か
く
、〈
九
・
一
一
〉
も
「
真
珠
湾
攻
撃
」
も
、
そ

れ
を
契
機
と
し
て
ア
メ
リ
カ
政
府
が
実
施
し
た
戦
争
は
、
と
も
に
そ
れ
ま
で
の
戦
争
と
そ
の
性
格
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
イ

ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
「
失
敗
」
は
、
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
戦
争
の
性
格
の
差
異
の
反
証
と
し
て
提
示
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
自
体
の
革
新
を
促
す
契
機
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
情
報
」
の
中
に
は
、「
中
共
諜
報
団
事
件
」
の
中
西
功
な
ど
に

よ
る
尾
崎
ル
ー
ト
の
も
の
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、少
な
く
と
も
当
時
の
ア
メ
リ
カ
政
府
の
機
構
内
で
は「
真

珠
湾
攻
撃
」
を
予
測
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
「
失
敗
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
だ
が
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
た
情
報
調
整
官
（
Ｃ
Ｏ
Ｉ
）
と
戦
略
諜
報
局
（
Ｏ
Ｓ
Ｓ
）
の
主
要
な
関
心
が
そ
も
そ
も
欧

州
戦
線
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
戦
略
的
に
は
、
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
日
本
に
よ
る
対
米
英
開
戦
を
、
欧
州
大
陸
に
お
け
る
ド

イ
ツ
と
の
戦
争
の
正
当
化
に
応
用
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
ア
ジ
ア
太
平
洋
方
面
で
の

情
報
活
動
へ
の
関
心
が
低
か
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
よ
り
、
こ
こ
で
む
し
ろ
重
要
な
の
は
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
る
総
合
的

な
分
析
視
角
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
軍
事
情
報
の
把
握
ば
か
り
で
は
な
い
、
よ
り
高
度
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ス
の
機
能
に
付
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
点
、
当
時
の
尾
崎
は
ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
た
の
か
。

　
「
ア
メ
リ
カ
経
済
は
既
に
そ
の
急
激
な
る
軍
備
拡
張
生
産
へ
の
突
入
に
よ
っ
て
、
人
工
的
な
景
気
を
造
り
出
し
、
軍
需
工
業
家

を
充
分
利
得
せ
し
め
て
来
た
。
彼
等
に
と
っ
て
は
戦
争
に
突
入
す
る
以
外
に
こ
の
不
自
然
好
況
を
持
続
さ
せ
る
方
法
は
無
い
の
で

あ
る
。
か
つ
、
ド
イ
ツ
の
勝
利
の
ま
ま
で
局
を
結
ぶ
場
合
、
欧
州
市
場
、
並
び
に
南
米
市
場
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
地
位
は
著



（0

し
く
困
難
と
な
る
こ
と
が
予
想
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
へ
勿
論
ア
メ
リ
カ
の
政
治
指
導
部
に
と
つ
て
も
現
在
の
情
勢
に
対

す
る
深
い
危
惧
が
存
在
し
迷
ひ
を
生
ん
で
ゐ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
」（
尾
崎（00（: 36（-363

）、
と
同
時
に
、「
日

本
と
抗
争
を
続
け
つ
つ
あ
る
支
那
は
英
米
国
際
戦
線
の
ま
さ
に
一
翼
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
」、「
支
那
問
題
」
も
、「
ア
メ
リ
カ

は
イ
ギ
リ
ス
と
共
に
ド
イ
ツ
と
の
死
闘
を
世
界
的
規
模
に
於
て
戦
い
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
「
そ
の
世
界
政
策
の
観
点
か
ら
こ
れ
を

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
尾
崎（00（: 37（-375

）、
と
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
戦
の
性
質
は
一
方
が
完
全
な
る
屈
伏
に
到
る
ま
で
は
終
結
す
る
こ
と
な
き
を
も
つ
て
特
質
と
す
る
。
旧
世
界
の
転

換
期
に
お
け
る
矛
盾
は
極
め
て
深
刻
で
あ
る
」（
尾
崎（00（: 386

）
と
し
て
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
が
「
長
期
戦
争
の
遂
行
を
も
つ

て
有
効
な
る
方
式
で
あ
る
と
の
結
論
に
到
達
し
た
も
の
と
見
る
」（
尾
崎（00（: （0（

）。
さ
ら
に
、「
英
米
列
強
は
日
本
の
石
油
や

鉄
の
保
有
量
が
底
を
つ
く
の
を
待
つ
て
、
そ
れ
か
ら
中
国
で
の
戦
争
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
日
本
を
た
た
く
」（Johnson （990: 

（6（

）
と
い
う
予
測
を
示
し
て
、
日
本
の
政
策
決
定
者
に
は
、
対
ソ
侵
攻
を
抑
止
し
「
南
進
」
を
勧
め
て
い
た
。

　

こ
の
意
味
で
は
、
尾
崎
は
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
枠
を
一
歩
踏
み
出
し
、
他
の
諸
情
勢
へ
の
意
図
も
加
味
し
て
政
策
決
定
過
程

に
意
識
的
に
関
与
し
て
い
た
と
い
え
る
。
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
自
体
と
政
策
決
定
過
程
へ
の
関
与
と
の
複
雑
な
問
題
は
、
ゾ
ル
ゲ

や
尾
崎
の
歴
史
的
評
価
を
め
ぐ
っ
て
も
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
議
論
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

一
般
に
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
に
お
い
て
、
共
有
さ
れ
て
い
く
イ
ン
テ
リ
ジ

ェ
ン
ス
概
念
と
は
、
第
一
に
、
国
家
安
全
保
障
に
と
っ
て
重
要
な
特
定
類
型
の
情
報
が
要
求
、
収
集
、
分
析
さ
れ
、
政
策
決
定
者

へ
提
供
さ
れ
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
・
こ
と
に
他
な
ら
ず
、

さ
ら
に
第
三
に
、
カ
ウ
ン
タ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
敵
対
勢
力
の
破
壊
・
怠
業
活
動
な
ど
の
謀
略
活
動
か
ら
、
人
・
物
資
・
施

設
を
防
護
す
る
た
め
の
諸
活
動
を
含
ん
だ
敵
意
あ
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
無
効
に
す
る
た
め
の
活
動
）
の
活
動
に
よ
っ
て
、
そ
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の
情
報
ま
た
は
プ
ロ
セ
ス
を
保
護
す
る
こ
と
、
第
四
に
、
合
法
的
な
権
限
に
基
づ
い
て
要
請
さ
れ
た
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
す

る
こ
と
で
あ
る
（cf. Low

enthal （0（（: 9

）。

　

こ
こ
で
ロ
ー
エ
ン
タ
ー
ル
が
ま
と
め
て
い
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
概
念
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
制
度
化
を
は

か
っ
て
半
世
紀
以
上
の
経
験
を
積
み
重
ね
て
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
尾
崎
の
実
践
し
た
諸
活
動
を
支
え
る
自
己
認
識
に
お

い
て
も
、
大
い
に
重
な
り
あ
う
部
分
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
ば
し
ば
、
尾
崎
は
表
と
裏
の
顔
を
持
ち
、
分
裂
し
た
人
格
構
造
を
有
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
理
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
軍

事
的
思
考
か
ら
一
定
の
距
離
を
も
ち
、
む
し
ろ
政
策
的
志
向
を
有
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
概
念
は
、

一
九
四
〇
年
代
以
降
次
第
に
ソ
フ
ィ
ス
ト
ケ
ー
ト
さ
れ
て
い
く
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
の
変

質
と
尾
崎
の
活
動
に
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

尾
崎
は
訊
問
調
書
に
お
い
て
も
（
一
九
四
二
年
四
月
一
日
付
等
）、
個
々
の
情
報
の
価
値
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
重
要
な
機

密
に
属
し
て
い
て
も
決
定
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
先
ず
何
よ
り
自
分
自
身
の
一
定
の
見
解
を
定
め
、
全
体
的
包
括
的

事
実
、
或
は
流
れ
の
方
向
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
個
々
の
情
報
を
参
考
に
し
て
い
く
、
と
い
う
意
味
の
「
態
度
」
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
自
身
が
綜
合
判
断
の
一
個
の
情
報
源
泉
で
あ
る
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
。
こ
の
情
報
源

泉
の
主
体
化
は
、
政
治
権
力
内
に
お
け
る
自
ら
の
位
置
を
よ
く
自
覚
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
ス
パ
イ
」
と
し
て
単
純
化
で

き
な
い
。

　

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
、
安
全
保
障
に
と
っ
て
重
要
な
特
定
類
型
の
情
報
が
要
求
、
収
集
、
分
析
さ
れ
、
政
策
決
定
者
へ
提
供

さ
れ
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
尾
崎
は
そ
の
持
て
る
能
力
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
分
析
綜
合
を
行
な
い
、
同
時
代

へ
の
的
確
な
認
識
を
示
し
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
、
表
も
裏
も
な
く
実
に
一
貫
し
て
い
た
の
だ
と
も
い
え
る
。
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尾
崎
の
場
合
、
問
題
は
、
そ
の
分
析
結
果
の
提
供
先
で
あ
る
「
政
策
決
定
者
」
の
措
定
が
、
誰
に
、
或
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、

で
あ
る
。
近
衛
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
の
尾
崎
が
、
近
衛
の
政
策
決
定
を
阻
害
す
る
よ
う
な
カ
ウ
ン
タ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
行

っ
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
し
た
痕
跡
は
見
出
し
難
い

（
7
（

。
同
時
に
、
当
時
の
検
閲
状
況
や
言
説
空
間
の
制
約
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
慎
重
に
考
慮
し
つ
つ
、
近
衛
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
、
ゾ
ル
ゲ
へ
の
分
析
結
果
を
導
く
た
め
に

提
供
さ
れ
て
い
た
も
の
と
著
し
く
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
も
言
い
難
い
。
不
用
意
な
弾
圧
を
蒙

る
こ
と
を
避
け
る
工
夫
は
施
し
た
も
の
の
、「
階
級
的
に
は
敵
対
勢
力
」
で
あ
る
「
自
己
の
現
に
属
す
る
帝
国
主
義
国
家
」
の
「
権

力
構
造
の
中
で
生
き
、
思
考
し
、
行
動
し
な
が
ら
、
彼
自
身
の
理
想
を
持
ち
、
彼
の
生
き
た
時
代
の
重
大
な
事
件
に
対
す
る
彼
自

身
の
判
断
に
基
づ
い
て
、
行
動
の
原
理
を
引
き
出
し
た
」（Johnson （990: （98

）
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
か
ら
、
ゾ
ル
ゲ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
種
の
二
重
ス
パ
イ
説
の
よ
う
な
評
価
も
生
じ
う
る
。
け
れ
ど
も
、
尾
崎
の

措
定
し
て
い
た
「
政
策
決
定
者
」
は
、
よ
り
合
理
的
な
政
治
判
断
を
下
し
う
る
と
「
想
像
さ
れ
た
〈
人
民
〉」
で
あ
っ
た
の
だ
と

す
れ
ば
、
尾
崎
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
け
る
動
機
が
何
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の

実
践
活
動
に
お
い
て
緻
密
な
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
尾
崎
は
、
一
種
の
理
想
型
と
し
て
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
伴
う
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
で
自
ら
を
支
え
て
い
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。「
尾
崎
は
理
想
に
殉
じ
た
高
潔
の
士
で
あ
り
、
愛
国
者
の
典
型
で
あ
る
」（
高
田

裁
判
長
）
と
い
う
言
葉
が
、
そ
れ
を
見
事
に
凝
集
し
て
表
現
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
な
ぜ
、
当
時
の
世
界
共
産
主
義
運
動
が
そ
れ
ほ
ど
強
力
に
人
々
の
想
像
力
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
り
え
た
の
か
に

つ
い
て
は
、
別
途
の
検
証
を
要
す
る
が
、
尾
崎
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
存
在
を
、
逆
に
、
政
治
決
定
の
す
べ
て
が
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

に
依
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
一
種
の
弱
点
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
み
る
と
、
ロ
ー
エ
ン
タ
ー
ル

の
言
う
「
政
治
化
さ
れ
た
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」politicized intelligence （cf. Low

enthal （0（（: （5（-（5（

）
と
い
う
問
題
と
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し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

政
策
決
定
者
は
、
提
示
さ
れ
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
自
由
に
拒
否
し
ま
た
は
無
視
し
う
る
。「
そ
し
て
、
あ
な
た
が
た
は
真

理
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
真
理
は
あ
な
た
が
た
を
解
放
す
る
だ
ろ
う
」（CIA

本
部
旧
入
口
に
あ
る『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』

第
八
章
第
三
二
節
）
と
し
て
も
、
現
実
の
権
力
関
係
の
逆
転
は
な
い
。
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
担
当
者
は
自
ら
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
に
基
づ
い
て
政
策
提
言
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
担
当
者
が
政
策
決
定
者
の
選
好
す
る
選

択
肢
や
結
果
を
支
持
す
る
た
め
に
、本
来
客
観
的
で
あ
る
べ
き
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
意
図
的
に
修
正
し
て
し
ま
う
危
険
も
あ
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
現
象
が
、「
政
治
化
さ
れ
た
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
で
あ
る
。

　

尾
崎
は
、
近
衛
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
基
づ
い
て
政
策
提

言
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
、
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
故
に
、
こ
の
「
政
治
化
さ
れ
た
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
に
明
ら
か
に

陥
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
」
へ
提
供
さ
れ
た
情
勢
分
析
に
お
い
て
は
、
実
は
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
そ

れ
自
身
の
客
観
性
を
損
な
う
こ
と
に
も
な
り
、「
自
分
自
身
が
綜
合
判
断
の
一
個
の
情
報
源
泉
で
あ
る
」
と
い
う
自
己
矛
盾
に
陥

る
こ
と
に
も
な
る
。
だ
が
、
尾
崎
自
身
は
そ
れ
を
弱
点
と
は
考
え
て
い
な
い
。

　

ロ
ー
エ
ン
タ
ー
ル
は
そ
の
他
に
も
次
の
三
点
の
弱
点
を
あ
げ
て
い
る
（cf. Low

enthal （0（（: 7-9

）。
第
一
に
、
イ
ン
テ
リ
ジ

ェ
ン
ス
分
析
が
分
析
対
象
の
問
題
に
つ
い
て
そ
の
時
点
に
お
け
る
常
識
と
同
程
度
に
し
か
精
緻
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
第
二
に
、
分
析
が
あ
ま
り
に
デ
ー
タ
に
依
存
し
過
ぎ
て
い
る
と
、
デ
ー
タ
に
現
れ
な
い
部
分
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
先
述
し
た
よ
う
な
「
鏡
像
効
果
」m

irror im
aging

の
問
題
で
あ
る
。
他
国
な
い
し
は
他
国
の
個
人
は
、
自
国
ま
た

は
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
行
動
す
る
と
想
定
す
る
と
分
析
を
損
な
い
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
関
係
者
が
自
分
た
ち
と
同
様

に
「
合
理
的
」
で
あ
る
と
想
定
し
が
ち
で
あ
る
が
、
現
実
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
非
合
理
的
主
体
や
合
理
性
の
基
準
の
異
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な
る
主
体
に
つ
い
て
は
分
析
困
難
に
陥
る
。

　

こ
の
三
つ
の
弱
点
に
つ
い
て
、
尾
崎
に
お
け
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
は
ま
た
改
め
て
検
討
す
る
。
こ
こ

で
は
さ
ら
に
尾
崎
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　

二　

尾
崎
秀
実
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　

―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
相
克
と
そ
の
統
一
―

　

先
に
引
い
た
、「
尾
崎
は
理
想
に
殉
じ
た
高
潔
の
士
で
あ
り
、
愛
国
者
の
典
型
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
尾
崎
の
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
の
特
徴
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

　

リ
ア
ル
な
革
命
家
と
し
て
の
尾
崎
が
、「
天
皇
制
」
を
即
座
に
打
倒
す
る
と
は
言
わ
な
い
と
い
う
点
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
注
視

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
九
四
二
年
四
月
一
四
日
付
検
事
訊
問
調
書
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
「
国
体
に
対
す
る
考
へ
方
」
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。

　
「
私
一
個
の
私
見
を
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
現
在
の
日
本
の
政
治
体
制
の
本
質
を
規
定
す
る
言
葉
と
し
て
、「
天
皇
制
」
な
る
言
葉

が
正
し
い
か
ど
う
か
に
就
い
て
は
疑
を
持
っ
て
居
り
ま
す
。
日
本
の
資
本
主
義
の
現
段
階
の
特
徴
は
、
発
達
の
後
進
性
よ
り
も
寧

ろ
内
部
の
不
均
衡
性
に
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
且
封
建
的
な
勢
力
が
其
の
儘
資
本
主
義
的
な
強
力
な
る
勢
力
と
し
て
変
化
転

化
し
た
処
に
あ
ら
う
か
と
考
え
ま
す
（
…
…
）
現
段
階
に
於
け
る
日
本
の
政
治
支
配
体
制
の
上
で
「
天
皇
」
の
憲
法
上
に
於
け
る

地
位
の
持
つ
意
義
は
、
実
は
擬
制
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。（
…
…
）
更

に
一
歩
進
め
て
共
産
主
義
者
と
し
て
の
戦
術
的
考
慮
か
ら
見
て
も
、「
天
皇
制
」
打
倒
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は



尾崎秀実におけるインテリジェンス概念の革新

（5

な
い
と
考
え
ま
す
。
其
の
理
由
は
日
本
に
於
け
る
「
天
皇
」
が
歴
史
的
に
見
て
直
接
民
衆
の
抑
圧
者
で
も
な
か
っ
た
し
、
現
在
に

於
て
如
何
に
皇
室
自
身
が
財
産
家
で
あ
る
と
し
て
も
、
直
接
搾
取
者
で
あ
る
と
の
感
じ
を
民
衆
に
与
へ
て
は
居
な
い
と
い
う
事
実

に
依
っ
て
明
瞭
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。（
…
…
）
私
達
は
世
界
主
義
者
で
あ
っ
て
、
言
は
ば
理
想
的
な
世
界
大
同
を
目
指
す
も

の
で
あ
り
ま
し
て
、
国
家
的
対
立
を
解
消
し
世
界
的
共
産
主
義
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。（
…
…
）
世
界

的
共
産
主
義
大
同
社
会
が
出
来
た
時
に
於
て
は
、
国
家
及
び
民
族
は
一
つ
の
地
域
的
或
は
政
治
的
結
合
の
一
単
位
と
し
て
存
続
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
せ
ふ
。
斯
く
の
如
く
私
は
将
来
の
国
家
を
考
え
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
場
合
所
謂「
天
皇
制
」

が
制
度
と
し
て
否
定
さ
れ
解
体
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
ま
す
。
併
し
乍
ら
日
本
民
族
の
内
の
最
も
古
き
家
と
し
て
の
「
天
皇

家
」
が
何
等
か
の
形
を
以
て
残
る
こ
と
を
も
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」（
尾
崎（00（: （（7-（（0

）

　

尾
崎
に
お
け
る
こ
う
し
た
「
天
皇
制
」
理
解
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
日
中
戦
争
が
世
界
戦
争
の
一
環
と
し
て
の
み
解
決
さ
れ
る
と

い
う
時
代
認
識
と
通
底
し
て
い
る
。

　
「
東
亜
共
栄
圏
確
立
の
前
提
は
東
洋
に
於
け
る
英
米
資
本
勢
力
を
駆
逐
す
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
民
族
支
配
の
旧
秩
序
方
式
を

も
根
絶
せ
し
め
る
事
に
あ
る
。
支
那
問
題
と
南
方
問
題
と
の
含
む
基
本
的
意
義
は
そ
の
民
族
問
題
に
在
る
。
此
等
の
地
域
に
於
い

て
植
民
地
的
支
配
に
呻
吟
し
て
来
た
諸
民
族
の
自
己
解
放
こ
そ
、
東
亜
新
秩
序
の
不
可
欠
な
る
要
素
で
あ
り
、
支
那
民
族
の
解
放

と
自
立
を
通
じ
て
日
支
両
民
族
の
正
し
き
協
同
こ
そ
は
、
東
亜
共
栄
圏
確
立
の
根
幹
を
成
す
所
の
第
一
前
提
で
あ
る
と
確
信
す
る

の
で
あ
る
」（
尾
崎（00（: 330

）
と
い
う
尾
崎
は
、
民
族
問
題
と
農
業
革
命
の
問
題
と
の
緊
密
な
る
連
関
に
、
日
本
の
自
己
革
新

を
結
び
つ
け
て
い
る
。

　
「
被
圧
迫
民
族
国
家
と
植
民
地
民
族
問
題
」
を
「
世
界
新
秩
序
の
解
決
す
べ
き
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
」（
尾
崎（00（: 380

）

と
す
る
尾
崎
は
、「
日
支
両
民
族
の
高
次
の
結
合
は
、
今
日
世
界
史
的
事
実
と
な
り
つ
つ
あ
る
所
の
、
世
界
新
秩
序
建
設
の
中
に



（6

於
い
て
の
み
達
成
さ
れ
得
る
」（
尾
崎（00（: 3（6

）
と
し
て
い
る
。

　

尾
崎
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
概
念
か
ら
導
か
れ
る
こ
の
「
日
支
両
民
族
の
高
次
の
結
合
」
な
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
超
克
と
い
う
基
本
軸
を
有
し
、
そ
の
諸
前
提
を
構
築
す
る
の
は
、
日
・
中
の
抗
争
と

相
互
作
用
を
通
じ
、
抵
抗
す
る
中
国
側
だ
け
で
な
く
侵
略
者
と
し
て
の
日
本
自
身
の
社
会
変
革
の
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
と

こ
ろ
に
、
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

　
「
中
国
統
一
化
」
論
争
の
構
図
を
継
承
し
た
尾
崎
は
、
次
の
よ
う
な
展
望
に
お
い
て
思
考
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
は
国

家
と
し
て
敗
北
す
る
が
、
中
国
社
会
の
抵
抗
は
む
し
ろ
強
化
さ
れ
る
。
日
本
は
正
規
軍
同
士
の
戦
争
に
は
勝
利
す
る
が
、
中
国
社

会
の
抗
日
運
動
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
ず
、
戦
争
は
長
期
化
す
る
。
そ
の
長
期
化
し
た
日
中
戦
争
を
通
じ
て
む
し
ろ
中
国
の
統
一
化

が
進
み
、国
民
党
は
そ
の
担
い
手
と
は
な
れ
ず
、中
国
共
産
党
が
そ
れ
を
担
う
。そ
の
後
の
史
実
に
照
ら
し
て
も
実
に
正
確
で
あ
る
。

　

た
だ
、「
中
国
統
一
化
」
の
過
程
と
、
帝
国
主
義
化
し
た
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
過
程
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
尾
崎

が
ど
の
よ
う
な
分
析
を
し
て
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
一
種
の
「
東
亜
革
命
」
を
志
向
し
て
東
ア
ジ
ア
地
域
に

お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
を
解
体
し
た
後
に
、
社
会
主
義
的
秩
序
形
成
を
企
図
し
て
い
た
痕
跡
は
明
確
で
あ
る
。
尾
崎
は
、

そ
の
「
東
亜
新
秩
序
社
会
」
構
築
の
た
め
に
は
、「
ソ
連
」、「
資
本
主
義
機
構
を
離
脱
し
た
日
本
」
な
ら
び
に
「
中
国
共
産
党
が

完
全
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
た
形
の
支
那
」
の
三
民
族
の
緊
密
な
提
携
援
助
が
必
要
で
あ
り
、
三
民
族
の
緊
密
な
結
合
を
中
核
と

し
て
先
ま
ず
東
亜
諸
民
族
の
民
族
共
同
体
の
確
立
を
目
指
す
、
と
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
、「
此
の
世
界
資
本
主
義
社
会
崩
壊
の
過
程
に
於
て
重
要
な
る
意
義
を
持
つ
べ
き
所
謂
東
亜
新
秩
序
社
会
の
実
現
は
、

支
那
事
変
を
契
機
と
し
て
其
の
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
私
の
最
初
か
ら
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
り
、
其
の
時
機
に
於
け
る
ソ
連
と
の
提
携
援
助
に
付
て
は
幸
い
に
し
て
私
が
十
余
年
来
ゾ
ル
ゲ
と
の
諜
報
活
動
を
通
じ
て
コ
ミ
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ン
テ
ル
ン
乃
至
ソ
連
邦
の
有
力
な
る
部
門
と
密
接
に
結
び
付
い
て
居
る
と
云
う
事
実
に
依
っ
て
容
易
で
あ
る
と
思
っ
て
居
り
ま

し
た
し
、
其
の
場
合
に
於
け
る
支
那
と
の
提
携
に
付
て
も
充
分
な
自
信
を
持
っ
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
」（
尾
崎（00（: （（3-

（（5
）、
と
し
て
い
た
。

　

こ
れ
が
果
た
し
て
た
ん
な
る「
幻
視
」（
米
谷
匡
史
）で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
、さ
ら
な
る
緻
密
な
議
論
を
必
要
と
す
る
。

　

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
金
融
資
本
主
義
機
構
か
ら
の
離
脱
と
新
た
な
世
界
秩
序
の
構
築
と
い
う
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
現
代
に
お

け
る
い
わ
ゆ
る
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
形
成
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
尾
崎
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
あ
な
が
ち
飛
躍
し
た
ロ
ジ
ッ
ク
で
は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　

小
活
―
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
概
念
か
ら
の
離
脱
の
意
味

　

よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
社
会
科
学
研
究
に
お
い
て
、
歴
史
研
究
と
理
論
研
究
と
は
、
あ
る
種
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン

ト
な
関
係
に
あ
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
末
、
米
ソ
冷
戦
状
況
の
劇
的
な
変
化
も
あ
っ
て
、
国
際
関
係
を
専
門
と
す
る
歴
史
家
と
政
治
学
者
が
一
堂
に
集

ま
り
、
そ
の
接
点
と
相
違
と
を
探
る
た
め
に
討
論
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
論
は
、「
政
治
学
者
は
歴
史
学
者
で
は
な

い
し
、ま
た
そ
う
な
る
べ
き
で
も
な
い
。
両
分
野
の
間
に
は
、埋
め
ら
れ
な
い
認
識
論
上
の
ま
た
方
法
論
上
の
溝
が
存
在
す
る
」（
エ

ル
マ
ン
＆
エ
ル
マ
ン（003: 3（

）、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

他
方
、「
歴
史
学
者
の
務
め
と
は
、
疑
わ
し
い
典
拠
の
種
々
雑
多
な
山
を
選
り
わ
け
、
自
身
の
慎
重
な
専
門
的
評
価
の
結
果
を

他
者
に
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
歴
史
学
者
が
書
き
記
し
た
も
の
を
信
頼
し
た
こ
と
に
対
し
、
社
会
学
者
を
責
め
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る
こ
と
は
な
い
」（M

arshall （96（

： 35

）
と
い
っ
た
議
論
、
歴
史
家
で
あ
る
Ｆ
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
歴
史
家
自
身
に
対
す
る
訓
戒
、

「
自
分
の
研
究
す
る
世
紀
、『
自
分
の
』
世
紀
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
な
い
歴
史
家
に
あ
り
が
ち
な
よ
う
に
、
強
盗
行
為
は
十
五
世

紀
の
コ
ル
シ
カ
に
、
あ
る
い
は
一
四
世
紀
の
ナ
ポ
リ
に
出
現
す
る
の
だ
な
ど
と
言
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
い
っ
た
指
摘
も
あ

る
。
と
り
わ
け
、
あ
ら
か
じ
め
何
を
し
た
の
か
察
知
さ
れ
な
い
で
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
が
、
歴
史
的
研
究
対
象
と
な
る
時
、
何
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
築
し
て
い
く
の
か
、
ま
ず
そ
の
事
実
を
確
認
す
る
だ
け

で
も
膨
大
な
作
業
が
要
求
さ
れ
る
。

　
『
鏡
の
国
の
ア
リ
ス
』
で
の
ア
リ
ス
と
白
の
女
王
と
の
や
り
と
り
の
よ
う
に
、「
何
か
が
起
こ
る
前
に
そ
れ
を
思
い
出
す
こ
と
な

ん
て
で
き
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
」、「
後
ろ
向
き
に
し
か
働
か
な
い
記
憶
な
ん
て
、
何
と
貧
弱
な
記
憶
で
あ
る
こ
と
」、
つ
ま
り

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
研
究
に
は
あ
ら
か
じ
め
時
系
列
複
合
を
想
定
し
て
お
く
必
要
も
あ
る
。

　

一
九
四
二
年
に
な
っ
て
「
国
際
諜
報
団
事
件
」
と
し
て
司
法
省
が
公
表
し
た
「
事
件
」
は
、「
企
画
院
事
件
」
や
「
中
国
共
産

党
諜
報
団
事
件
」
な
ど
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
は
、
戦
後
冷
戦
期
に
お
い
て
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
に
よ

っ
て「
再
構
築
」さ
れ
た「
ゾ
ル
ゲ
事
件
」と
そ
れ
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
米
ソ
両
陣
営
の
政
治
利
用
に
よ
る
展
開
な
ど
に
鑑
み
れ
ば
、

ま
す
ま
す
時
系
列
複
合
の
問
題
は
複
雑
化
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
最
近
で
は
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
研
究
を
一
種
の
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
的
政
治
文
化
そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
つ
つ
、
そ
れ
以
外
の
政
治
文
化
に
お
け
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
分
析
す
る
の

に
一
種
の
解
釈
人
類
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
ま
で
現
れ
て
い
る
（D

avies and Gustafson （0（3

）。

　

本
稿
で
は
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
政
治
文
化
の
中
で
す
で
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
概
念
と
尾
崎
の
思
考
方

法
と
の
共
通
性
を
確
認
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
尾
崎
の
実
践
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
は
、
む
し
ろ
イ
ン

テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
概
念
そ
の
も
の
を
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
呪
縛
か
ら
切
り
離
し
て
い
く
契
機
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
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換
言
す
れ
ば
、
当
時
の
尾
崎
の
見
通
し
と
は
異
な
っ
て
、
第
二
次
世
界
戦
争
後
の
世
界
は
、
半
世
紀
ほ
ど
の
冷
戦
を
経
て
、
民

族
問
題
も
農
業
問
題
も
何
の
解
決
も
見
な
い
ま
ま
、
再
び
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
金
融
資
本
主
義
の
跋
扈
す
る
恒
常
的
戦
争
状
態
が

継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、「
日
中
戦
争
」
の
未
解
決
な
諸
問
題
の
再
認
に
よ
っ
て
、
尾
崎
の
「
日
中
戦
争
が

世
界
戦
争
の
一
環
と
し
て
の
み
解
決
さ
れ
る
と
い
う
時
代
認
識
」
の
有
効
性
が
再
確
認
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
を
、
わ
れ
わ
れ
は
今

生
き
い
て
い
る
の
だ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
注

（
（
）　

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
一
六
日
上
海
師
範
大
学
に
お
け
る
〈
ゾ
ル
ゲ
と
上
海
国
際
情
報
戦
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉（
ゾ
ル
ゲ
に
関
す

る
中
国
初
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
る
）
で
の
報
告
を
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
（
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
報
道
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
や
イ
ン
タ
ー
フ
ァ
ッ
ク
ス
通
信
も
繰
り
返
し
報
道
し
て
い
る

（http://japanese.ruvr.ru/（0（3_03_（8/（08300333/

）。
二
〇
一
〇
年
に
は
こ
れ
を
主
題
と
し
た
映
画
『
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
』
も

製
作
さ
れ
（http://w

w
w

.universalstudiosentertainm
ent.com

/green-zone/

）、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
大
き
な
論
議
を
起
こ
し
た
。

（
3
）　
「
一
〇
年
の
サ
イ
ク
ル
で
ア
メ
リ
カ
や
イ
ス
ラ
エ
ル
の
大
軍
事
行
動
が
組
織
さ
れ
て
生
じ
る
中
東
に
お
け
る
災
禍
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
残

留
兵
器
の
廃
棄
処
理
サ
イ
ク
ル
と
一
致
し
て
お
り
、
軍
需
産
業
の
再
生
産
過
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
結
果
な
の
で
あ
る
」、
と
い
う
中

東
知
識
人
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
は
、
あ
な
が
ち
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

（
（
）　

例
え
ば
、
二
〇
一
三
年
九
月
二
日H

uffPost W
orld 

日
本
語
版　

記
事
を
参
照
。http://w

w
w

.huffi
ngtonpost.jp/（0（3/08/3（/

syria-strike-chem
ical-w

eapons_n_38（9570.htm
l?ir=Japan&

utm
_cam

paign=090（（3&
utm

_m
edium

=em
ail&

utm
_source

=A
lert-japan&

utm
_content=FullStory

（
5
）　

例
え
ば
、
加
藤
哲
郎
「
国
際
情
報
戦
の
中
の
ゾ
ル
ゲ
＝
尾
崎
秀
実
グ
ル
ー
プ
―
―
リ
ュ
シ
コ
フ
亡
命
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
、
シ
ロ
ト
キ
ン
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証
言
―
―
」
参
照
。http://hom

epage3.nifty.com
/katote/m

ongol.htm
l

（
6
）　

尾
崎
＝
ゾ
ル
ゲ
裁
判
は
、
そ
う
い
う
視
点
か
ら
も
極
め
て
興
味
深
い
。
そ
も
そ
も
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
カ
ル
チ
ュ
ア
ー
が
異
な
る
事
態

を
、
ど
の
よ
う
に
裁
き
う
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
孕
む
か
ら
で
あ
る
。

（
7
）　

も
っ
と
も
、
対
ソ
開
戦
が
あ
る
か
否
か
を
探
る
過
程
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
か
ら
そ
の
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
断
定
し
つ
つ
も
、
た
ん

に
客
観
的
な
分
析
だ
け
で
は
な
く
、
近
衛
ブ
レ
ー
ン
周
辺
の
討
議
で
は
「
北
進
論
」
を
批
判
し
、「
南
進
」
に
よ
る
英
・
米
帝
国
主
義
打

破
を
す
す
め
る
政
治
工
作
も
行
っ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
残
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
尾
崎
の
公
表
さ
れ

た
最
後
の
時
評
で
あ
る
、「
大
戦
を
最
後
ま
で
戦
ひ
抜
く
た
め
に
」（『
改
造
』
一
九
四
一
年
一
一
月
号
）
を
、「
私
見
で
は
第
二
次
世
界
戦

争
は
「
世
界
最
終
戦
」
で
あ
ら
う
と
ひ
そ
か
に
信
じ
て
い
る
。
こ
の
最
終
戦
を
戦
ひ
抜
く
た
め
に
国
民
を
領
導
す
る
こ
と
こ
そ
今
日
以
後

の
戦
国
政
治
家
の
任
務
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。」
と
結
ん
で
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
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